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學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
か

　
　
　
　
　
f
カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
鋼
」

（
完
）

の
窮
極
課
題
！

阿
　
部
　
正
　
雄

十
嗣

　
超
越
論
的
論
理
學
は
、
そ
の
分
析
論
に
お
い
て
純
粋
悟
性
能
力
を
、
そ
の
辮
讃
論
に
お
い
て
純
粋
理
性
能
力
を
、
批
判
し
、
そ
の
使
用

の
範
園
並
び
に
隈
界
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
。
　
「
我
々
が
封
象
を
全
く
先
天
的
に
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
純
樺
悟
性
認
識
、
及
び
純
粋
理
性
認

識
の
學
」
　
（
b
⇒
●
c
。
一
）
が
超
越
論
的
論
理
學
で
あ
る
。
勝
っ
て
超
越
論
的
論
理
學
は
二
つ
の
部
門
、
部
ち
範
疇
の
演
繹
を
通
し
て
純
糠
悟
性

の
超
越
的
機
能
を
明
か
に
す
る
、
悟
性
の
論
理
學
た
る
超
越
論
的
分
析
論
と
、
假
象
の
批
剰
と
理
念
の
演
繹
を
介
し
て
純
梓
理
性
の
超
越

的
機
能
を
確
定
す
る
、
理
性
の
論
理
學
と
も
い
ふ
べ
き
超
越
論
的
辮
謹
論
と
の
二
部
門
よ
り
な
る
。
よ
り
本
來
的
に
云
へ
ば
、
超
越
論
的

論
理
學
は
箪
に
経
験
一
般
の
可
能
を
、
從
っ
て
自
然
科
學
的
認
識
の
可
能
を
基
礎
づ
け
る
純
粋
悟
性
の
論
理
學
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
は
純
粋
理
性
に
よ
る
形
而
上
的
假
象
の
批
判
を
介
し
て
自
然
認
識
の
領
域
に
常
に
立
ち
搾
り
つ
つ
、
悟
性
の
論
理
を
基
盤

と
し
て
悟
性
認
識
の
膿
系
的
統
一
を
囲
ざ
す
自
然
の
形
面
上
學
一
の
可
能
根
嚢
を
示
す
と
こ
ろ
の
純
緯
理
性
の
論
理
學
へ
と
自
ら
を
深

め
、
か
く
て
自
然
の
形
而
上
學
そ
の
も
の
へ
の
験
端
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。
撃
ち
超
越
論
的
論
理
學
に
お
い
て
は
、
悟
性
の
論
理
は
、

假
象
の
批
判
を
通
じ
て
却
っ
て
理
性
の
論
理
に
接
期
し
、
そ
れ
へ
と
深
め
ら
れ
、
か
く
て
形
而
上
學
へ
の
道
を
開
く
の
で
あ
る
。
し
か
し



　
　
超
越
論
的
論
理
學
が
形
而
上
學
へ
の
道
を
開
く
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
。
今
少
し
立
入
つ
た
考
察
が
必
要
で
あ
う
う
。

　
　
　
超
越
論
的
論
理
學
は
、
認
識
の
全
内
容
を
抽
象
し
箪
に
思
惟
の
形
式
一
般
を
考
察
す
る
形
式
論
理
學
と
異
り
、
悟
性
法
馴
及
び
理
性
法

　
　
則
を
「
そ
れ
ら
が
封
象
と
先
天
的
に
關
係
さ
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
」
（
じ
d
●
◎
。
囲
）
考
究
す
る
論
理
學
と
し
て
、
「
か
か
る
認
識
〔
純

　
　
粋
悟
性
認
識
及
び
純
締
理
性
認
識
〕
の
根
源
、
範
園
、
客
槻
的
妥
嘗
性
を
、
定
む
る
と
こ
ろ
の
學
」
（
ゆ
・
G
。
一
）
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は

　
　
深
く
食
慾
の
内
に
立
ち
蹄
っ
て
封
象
認
識
の
源
泉
を
さ
ぐ
り
、
却
っ
て
そ
こ
か
ら
出
て
先
天
的
な
封
象
認
識
の
可
能
を
論
漏
す
る
、
丙
容

　
　
的
な
、
封
象
の
論
理
學
と
し
て
、
批
判
の
根
幹
を
な
す
。
そ
の
第
一
部
門
と
し
て
の
分
析
論
に
お
い
て
は
悟
性
認
識
の
根
源
た
る
純
粋
悟

　
　
性
能
力
を
批
鋼
し
、
純
粋
な
悟
性
概
念
た
る
範
疇
が
純
粋
直
観
を
湿
じ
て
感
畳
的
封
象
と
合
致
す
る
所
以
が
演
繹
せ
ら
れ
た
。
純
粋
直
観

　
　
は
圃
式
と
し
て
、
客
畳
と
概
念
を
、
事
象
と
範
疇
を
媒
介
し
、
か
く
て
封
象
に
つ
い
て
の
先
天
的
な
認
識
、
部
ち
先
天
的
綜
合
判
断
を
可

　
　
能
な
ら
し
め
た
。
経
験
一
般
の
可
能
は
こ
こ
に
演
繹
せ
ら
れ
、
純
粋
自
然
科
學
の
可
能
も
ま
た
讃
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
分
析

　
　
論
に
お
い
て
な
さ
れ
た
先
天
的
綜
合
判
断
可
能
の
幽
明
は
、
形
而
上
的
認
識
に
間
し
て
で
は
な
く
経
験
的
認
識
に
署
し
て
で
あ
っ
た
。
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
我
が
特
に
こ
の
先
天
的
綜
合
判
噺
を
、
悟
性
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
断
と
よ
ん
だ
の
も
こ
の
故
で
あ
っ
た
。
分
析
論
に
お
い
て
は
、
た
し

　
　
か
に
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
は
謹
明
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
未
だ
形
而
上
學
可
能
の
問
題
に
答
へ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は

　
　
む
し
ろ
純
粋
悟
牲
に
よ
る
形
面
上
的
認
識
の
不
可
能
が
語
ら
れ
、
解
決
さ
れ
え
た
の
は
專
ら
純
糠
自
然
科
學
可
能
の
問
題
に
止
ま
っ
た
。

　
　
　
こ
れ
に
封
し
超
越
論
的
論
理
學
の
第
二
部
門
た
る
緋
誇
論
は
、
カ
ン
ト
に
よ
り
假
象
の
論
理
學
と
よ
ば
れ
る
が
故
に
と
か
く
速
断
さ
れ

　
　
る
如
く
、
純
粋
理
性
に
よ
る
形
而
上
的
認
識
の
全
き
不
可
能
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
辮
謹
論
は
、
通
常
の
解
繹
が

　
　
強
調
す
る
如
く
、
可
能
的
経
験
の
領
域
を
超
越
す
る
如
き
怨
讐
思
懸
の
使
用
が
辮
謹
的
假
象
を
惹
起
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
純
粋
理
性

　
　
に
よ
る
形
而
上
的
封
象
へ
の
鑛
張
的
認
識
の
不
可
能
な
る
所
以
を
論
讃
す
る
こ
と
を
正
面
の
課
題
と
し
て
み
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
緋
謹
論
は
、
か
か
る
純
糠
理
性
の
構
成
的
使
用
を
不
當
な
理
性
の
越
権
と
し
て
戒
め
る
こ
と
を
通
し
て
、

　
　
却
っ
て
悟
性
認
識
の
多
様
を
騰
系
的
に
統
一
す
る
そ
れ
の
統
制
的
使
用
を
ぱ
正
當
な
理
性
の
灌
能
と
し
て
遙
ん
で
承
認
し
、
か
く
て
一
種

㎝
，
　
　
　
　
　
畢
と
し
て
の
形
葡
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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の
形
而
上
的
認
識
の
可
能
な
る
所
以
を
も
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
純
粋
理
性
の
使
用
は
顕
露
界
に
内
端
す
べ
く
隈
ら
れ
、
そ

こ
に
お
い
て
経
験
的
な
悟
性
認
識
と
、
純
粋
理
念
と
は
、
最
高
度
と
い
ふ
理
念
を
圏
式
と
し
て
媒
介
さ
れ
、
純
粋
理
念
は
間
接
的
な
が
ら

感
畳
的
封
象
と
合
致
し
、
か
く
て
理
念
の
統
制
的
使
用
に
も
と
つ
く
農
然
の
膿
系
的
統
一
の
懲
能
が
、
そ
こ
に
お
い
て
根
糠
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
閥
接
的
な
が
ら
1
從
っ
て
構
成
的
に
で
は
な
く
統
制
的
に
f
i
理
念
に
よ
る
封
象
の
先
天
的
認
識
の
可
・
能
を
、

從
っ
て
か
か
る
意
味
で
の
理
念
に
よ
る
先
天
的
綜
合
盗
食
の
可
能
を
謹
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
辮
黒
影
は
輩
に
純
樺
理
性
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
先
天
的
綜
合
判
断
を
、
す
べ
て
假
象
と
し
て
否
定
し
去
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
な
る
ほ
ど
純
粋
理
樵
の
構
域
的
使
用
に
よ
る
先
天

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
綜
合
判
断
の
不
可
能
は
そ
こ
に
お
い
て
た
し
か
に
主
張
せ
ら
れ
た
が
、
純
粋
理
性
の
統
制
的
使
用
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
は

む
し
ろ
積
極
的
に
承
認
認
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
我
々
の
解
繹
で
あ
っ
た
。
「
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
覇
断
は
．
可
能
で
あ
る
か
」

1
こ
の
批
判
の
根
本
問
題
は
、
『
純
梓
理
性
批
判
』
に
關
す
る
限
り
、
こ
の
や
う
な
形
で
答
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
理
性
の
統
制
的
使
翔
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
断
は
一
つ
の
隈
ら
れ
た
先
天
的
綜
合
蠣
漸
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
一
種
の
形
而
上
的

認
識
で
は
あ
る
が
、
超
越
的
に
叡
知
的
封
象
に
む
か
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
内
在
的
に
経
験
的
封
象
を
ば
、
概
念
を
介
し
、
情
熱
に
統
制

す
る
と
い
う
意
味
で
の
彩
而
上
的
認
識
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
労
し
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
零
点
上
的
認
識
、
師
ち
純
粋
理
性
の

構
成
的
使
用
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
断
は
理
論
理
性
の
及
び
え
な
い
も
の
と
し
て
途
に
拒
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
可
能
は
た

だ
主
腱
的
な
る
賢
践
理
性
の
領
域
に
こ
そ
根
擦
づ
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
信
仰
に
場
所
を
輿
へ
る
た
め
に
知
識

を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
b
⇒
．
×
×
×
）
と
い
ふ
の
は
、
嚴
密
に
は
正
に
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
理
論
理
牲
の
限
界
が
芝
露
界
に
で
は
あ
る
が
、
無
慮
界
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
形
附
説
的
認
識
を
可
能
と
す
る
と
い
ふ
黙
に
、
鄭
ち
繧

験
界
に
封
ず
る
理
念
の
統
制
的
各
論
の
可
能
を
認
め
る
と
い
ふ
黙
に
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
眼
界
は
経
験
の
世
界
に
厨

す
る
と
適
時
に
、
思
事
騰
O
o
島
騨
⇔
騨
§
≦
o
。
。
o
づ
の
世
界
に
厨
す
る
」
（
㌘
。
げ
σ
q
事
ω
匂
。
毬
＼
刈
）
の
で
あ
り
「
充
さ
れ
た
察
間
（
経
験
）
と
、
室
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
室
間
（
我
々
の
全
く
知
り
え
な
い
も
の
、
印
ち
可
想
騰
）
と
の
接
注
す
る
と
こ
ろ
」
（
薫
9
の
・
も
。
累
）
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
牲



　
　
リ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
統
鰯
的
使
用
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
麟
の
可
能
一
そ
こ
に
こ
そ
許
容
さ
る
べ
き
理
性
の
理
論
的
使
用
の
限
界
が
あ
る
の
で
あ
り
、
限

　
　
ら
れ
て
は
み
る
が
一
つ
の
新
し
き
形
而
上
學
、
即
ち
理
性
の
騰
式
に
よ
り
世
界
の
最
高
原
因
を
必
然
的
に
想
定
す
る
欝
血
の
形
而
上
學
、

　
　
の
可
能
根
隷
が
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
純
粋
理
性
の
理
念
の
演
綴
軍
1
そ
れ
は
理
性
の
繧
験
的
使
用
の
立
替
的
原
理
と
し
て
演

　
　
繹
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
一
は
カ
ン
ト
に
よ
り
「
純
粋
理
性
の
批
制
的
事
業
の
完
成
篇
（
壁
①
⑩
。
。
）
と
よ
ば
れ
た
と
雷
つ
た
が
、
こ
の
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
へ

　
　
粋
理
性
の
統
制
的
使
用
に
よ
る
先
天
的
綜
合
鋼
断
．
岡
龍
の
基
礎
づ
け
こ
そ
は
、
露
量
理
性
に
閥
す
る
限
り
、
批
判
の
細
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
岡
時
に
薪
た
な
る
形
而
上
學
の
機
端
を
形
成
す
る
。

　
　
「
批
判
全
心
の
結
果
α
舘
雲
霧
巳
導
け
似
窪
σ
q
き
N
o
鵠
頻
襲
爵
で
あ
る
と
こ
ろ
の
…
…
命
題
、
部
ち
理
性
は
そ
の
す
べ
て
の
先
天
的
原
理

　
　
に
よ
っ
て
全
く
可
能
的
繧
験
の
封
象
以
外
の
も
の
を
ば
我
々
に
教
へ
な
い
、
且
つ
此
の
身
心
に
精
し
て
も
繧
験
に
お
い
て
認
識
さ
れ
う
る

　
　
も
の
以
上
に
は
何
も
の
を
も
教
へ
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
命
題
は
依
然
と
し
て
成
立
す
る
。
し
か
し
こ
の
制
限
は
、
理
牲
が
我
々
を
維

　
　
験
の
客
観
的
限
界
○
ぼ
。
犀
江
く
。
Ω
器
嵩
⑦
侮
窪
図
弓
⑤
げ
憎
扇
ゆ
σ
q
、
部
ち
そ
れ
頭
身
益
鳥
の
封
象
で
は
な
い
が
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
最

　
　
高
理
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
に
封
ず
る
閥
係
ご
ご
。
臥
。
び
⊆
⇒
σ
q
に
ま
で
導
く
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
。
け
れ
ど
も
理
性
は
こ

　
　
の
あ
る
も
の
を
自
騰
に
於
て
で
は
く
、
可
能
的
経
験
の
範
關
に
於
け
る
彼
・
翻
身
の
完
全
な
る
、
そ
し
て
最
高
目
的
に
向
け
ら
れ
た
る
使
用

　
　
に
封
ず
る
關
係
に
お
い
て
の
み
教
へ
る
の
で
あ
る
」
　
（
響
。
δ
磯
●
。
。
●
⊆
。
③
嵩
）
　
　
超
越
論
的
論
賦
活
一
そ
れ
は
先
天
的
綜
合
鋼
断
の
可
能

　
　
姓
、
そ
の
要
器
性
の
制
約
、
な
ら
び
に
範
圏
を
論
ず
る
學
で
あ
る
と
も
云
は
れ
る
（
鐸
一
8
）
i
は
か
く
て
、
自
ら
を
分
析
論
よ
り
辮
謹
論

　
　
へ
と
深
め
、
且
つ
後
者
に
お
い
て
は
理
念
の
構
成
的
使
欄
を
禁
じ
、
統
制
的
使
絹
の
み
を
認
め
る
と
い
ふ
、
純
粋
理
挫
の
こ
の
批
判
事
業

　
　
の
春
鳥
を
通
じ
て
、
形
献
上
學
へ
の
道
を
開
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
自
然
の
膿
系
的
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
慮
然
の
形
而
上
學
へ
の
道
で
あ
っ
た
。
超
越
論
的
論
理
學
は
理
論
的
形
葡
上
露
と
し
て
の
、
自
然
の
形
葡
上
畢
へ
の
道
を
面
繋
す
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
超
越
論
的
論
理
學
が
、
か
の
超
越
論
的
感
性
論
と
梱
ま
っ
て
、
そ
の
分
析
論
に
お
い
て
経
験
一
般
の
超
越
的
根
擦
を
演
繹
す
る
の
み

　
　
で
は
な
く
、
上
に
み
て
來
た
如
く
そ
の
辮
至
論
に
お
い
て
も
理
念
の
超
越
知
悉
絹
を
抑
綱
し
て
、
内
在
的
使
用
に
限
り
、
か
く
て
統
制
的

鵬　
　
　
　
　
　
畢
と
し
て
の
形
蒲
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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哲
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學
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第
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六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

原
理
の
圃
式
を
介
し
て
経
験
の
最
高
統
一
の
可
能
を
演
繹
す
る
も
の
と
し
て
、
超
越
論
的
論
理
學
の
用
意
す
る
も
の
は
、
と
り
も
な
ほ
さ

　
ヘ
　
　
へ

ず
経
験
の
形
而
上
學
へ
の
道
で
あ
る
と
も
云
へ
よ
う
。
し
か
し
我
々
は
如
何
に
し
て
、
こ
こ
に
公
験
の
形
而
上
學
を
語
り
う
る
の
で
あ
る

か
。
そ
し
て
経
験
の
形
而
上
學
は
、
自
然
の
形
而
上
學
と
相
互
に
如
偲
に
關
平
す
る
の
で
あ
る
か
。

　
ま
こ
と
に
繧
験
の
可
能
ζ
α
σ
q
目
。
び
閃
。
謬
匹
2
図
騰
審
げ
憎
9
昌
σ
q
の
問
題
は
、
純
粋
理
性
批
判
の
根
本
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
私
の
位
置

は
経
験
と
い
ふ
豊
饒
な
低
地
で
あ
る
」
（
三
冠
O
一
σ
σ
q
。
　
Q
Q
。
　
匂
◎
刈
心
　
》
コ
ヨ
O
噌
犀
●
）
と
い
ふ
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
繧
験
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
地
盤
と
考
へ

ら
れ
て
る
た
。
そ
し
て
感
性
論
と
分
析
論
は
こ
の
経
験
可
能
の
問
題
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
か
つ
て
も
論
じ
た
如
く
批
覇

の
究
極
の
踊
心
は
、
繧
験
の
可
能
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
越
え
て
自
ら
を
鑛
張
す
る
如
き
形
而
上
的
認

識
可
能
の
問
題
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
立
ち
向
ふ
の
が
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
一
男
論
で
あ
る
。
純
粋
理
想
は
、
純
粋
直
観
を
圖
式
と
し
て

感
魔
の
多
様
を
統
一
す
る
と
こ
ろ
の
熱
性
認
識
そ
の
も
の
を
、
更
に
最
高
度
と
い
ふ
理
念
を
統
欄
的
原
理
の
圏
式
と
し
て
、
謄
系
的
に
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聴
し
、
こ
こ
に
軍
に
纏
瞼
一
般
の
可
能
で
は
な
く
、
維
験
の
最
高
統
一
の
可
能
を
根
擦
づ
け
た
の
で
あ
る
。
　
「
す
べ
て
の
可
能
的
経
験
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

絶
封
的
全
艦
は
そ
れ
自
身
決
し
て
経
験
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
理
性
の
必
然
的
課
題
で
あ
る
」
（
牢
。
δ
σ
q
6
q
。
．
も
。
悼
。
。
）
感
性
論
と

分
析
論
に
お
い
て
経
験
一
般
の
融
的
な
超
越
論
的
構
造
は
開
か
れ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
未
だ
繧
験
は
完
結
し
て
み
な
い
。
繧

験
は
一
面
思
惟
さ
れ
た
も
の
と
し
て
必
然
的
に
全
き
統
一
性
と
絶
封
的
な
嫡
庶
性
を
求
め
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
経
験
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
は
達
成
せ
ら
れ
ず
理
念
を
ま
た
な
け
ば
な
ら
な
い
。
撃
っ
て
経
験
は
箪
に
直
観
と
概
念
の
二
重
構
造
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し

か
に
直
観
と
概
念
の
協
同
に
よ
り
可
能
的
経
験
一
般
の
翌
冬
は
開
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
経
験
を
能
ふ
懲
り
、
膿
系
的
に
統
一
し
、

こ
の
開
か
れ
た
地
築
の
上
に
繧
験
の
建
築
術
》
吋
。
ぼ
8
聾
○
月
商
匹
興
国
吟
裁
甥
吋
鐸
ρ
σ
q
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
理
念
に
よ
る
推
論
の
働

き
で
あ
る
。
可
能
的
経
験
は
、
直
観
と
概
念
と
理
念
の
三
重
の
構
造
を
も
つ
。
　
「
す
べ
て
我
々
の
認
識
は
感
能
か
ら
始
ま
り
、
悟
性
に
至

り
、
理
性
に
終
る
」
（
b
づ
“
Q
。
綾
）
と
い
ふ
命
題
は
こ
こ
に
そ
の
十
全
な
る
意
味
を
も
つ
に
至
る
で
あ
ら
う
。
経
験
は
軍
に
直
観
さ
れ
る
の
み

で
は
な
く
、
概
念
に
よ
り
判
断
さ
れ
、
更
に
理
念
に
も
と
づ
い
て
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
経
験
は
膿
系



　
　
化
さ
れ
統
一
せ
ら
れ
、
自
己
完
結
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
経
験
の
建
築
術
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
所
與
と
し
て
で
は
な
く

　
　
課
題
と
し
て
で
は
あ
る
が
。
i
輔
導
の
形
而
上
學
は
こ
こ
に
そ
の
可
能
憾
言
を
も
つ
。
理
念
は
経
瞼
の
彼
岸
に
超
越
し
去
る
こ
と
に
よ

　
　
つ
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
経
験
の
此
岸
に
立
ち
疑
り
、
深
く
そ
の
可
能
根
擦
を
さ
ぐ
り
、
経
瞼
に
そ
の
最
高
統
一
を
與
へ
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
一
つ
の
新
し
き
形
而
上
學
を
、
経
瞼
の
形
而
上
學
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
い
は
ゆ
る
経
験
の
形
而
上
學
と
、
自
然
の
形
而
上
學
と
は
、
共
に
等
し
く
理
論
的
形
而
上
學
と
し
て
、
相
互
に
相
掩
い

　
　
相
表
裏
し
、
決
し
て
燕
窩
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
カ
ン
ト
の
場
合
経
験
の
可
能
の
制
約
は
、
同
時
に
繧
験
の
野
壷
、
即
ち
自
然
の

　
　
可
能
の
制
約
で
あ
っ
た
。
自
然
の
可
能
の
問
題
も
翠
に
そ
れ
自
営
と
し
て
謝
象
的
に
捉
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
は
な
く
、
主
意
の
側
に
問
題

　
　
を
引
き
移
し
、
主
因
的
に
、
師
ち
認
識
の
問
題
と
し
て
、
更
に
云
へ
ば
認
識
男
望
の
問
題
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
る
る
。
從
っ
て
経
験
可
能

　
　
の
問
題
と
自
然
可
能
の
問
題
と
は
、
實
は
共
に
理
論
的
認
識
の
可
能
、
印
ち
先
天
的
綜
合
判
断
可
能
の
問
題
と
い
ふ
岡
一
事
態
の
主
観
的

　
　
側
面
と
客
観
的
側
面
に
外
な
ら
な
い
。
純
粋
理
性
批
判
が
欝
憤
に
す
る
の
は
存
在
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
認
識
の
封
象
と
し
て
の
自

　
　
然
で
あ
る
。
同
時
に
又
そ
の
認
識
も
思
惟
と
し
て
の
認
識
で
は
な
く
、
維
験
と
し
て
の
認
識
で
あ
る
。
．
そ
の
限
り
純
樺
理
性
批
判
の
問
題

　
　
は
論
理
の
問
題
、
し
か
も
封
象
に
か
か
は
る
内
容
的
な
論
理
、
部
ち
超
越
論
的
な
論
理
の
問
題
で
あ
っ
た
。
有
限
な
我
々
は
輿
へ
ら
れ
た

　
　
自
然
存
在
に
思
し
、
如
何
に
し
て
思
惟
の
論
理
を
も
つ
て
こ
れ
を
先
天
的
に
限
定
し
う
る
の
で
あ
る
か
…
一
が
、
そ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
「
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
去
ふ
間
ひ
が
、
島
育
理
性
批
判
の
根
本
問
題
と
さ
れ
、
特
に
先
天
的
認
識
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
け
る
主
観
と
三
男
の
一
致
が
、
演
繹
の
問
題
と
し
て
批
判
の
中
心
課
題
を
な
し
た
の
も
全
く
こ
の
故
に
外
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
先
天
的

　
　
綜
合
皆
掛
に
は
認
識
の
源
泉
の
如
侮
に
よ
っ
て
、
異
な
る
階
暦
が
薩
励
さ
れ
え
た
。
悟
性
の
次
元
に
お
け
る
先
天
的
綜
合
判
噺
可
能
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
題
は
、
感
性
論
に
つ
づ
く
分
析
論
に
お
い
て
範
疇
の
演
繹
を
逓
し
て
解
決
さ
れ
、
経
験
一
殻
の
可
能
と
、
幾
時
に
自
然
一
般
の
可
能
が
鐙

　
　
明
さ
れ
た
。
次
に
理
性
の
次
元
に
お
け
る
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
の
問
題
は
、
甥
謹
論
に
お
い
て
假
象
の
挑
判
を
逓
し
理
念
の
使
用
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
統
制
的
に
制
限
さ
れ
た
上
、
そ
こ
で
の
理
念
の
演
繹
に
よ
っ
て
一
鷹
解
決
さ
れ
、
か
く
て
経
験
の
膿
系
的
統
一
の
可
能
と
、
同
時
に
自
然

猫　
　
　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
葡
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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鵬　
　
の
膿
系
的
統
一
の
可
能
が
讃
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
純
粋
理
性
批
判
は
範
購
の
演
繹
に
よ
り
學
一
般
の
可
能
を
、
更
に
理
念
の
演
繹
に

　
　
よ
り
形
而
上
學
の
可
能
を
i
l
あ
る
綱
限
の
下
に
で
は
あ
る
が
一
謹
明
し
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
こ
で
可
能
の
謹
明
せ
ら
れ
た
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
上
學
は
理
性
の
理
論
的
使
用
に
基
づ
く
限
り
で
の
理
論
的
形
而
上
學
で
あ
り
、
い
は
ゆ
る
學
と
し
て
の
形
蒲
上
総
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら

　
　
う
。
そ
し
て
か
の
経
験
の
形
而
上
學
と
商
然
の
形
而
上
學
は
、
正
に
か
か
る
理
論
的
形
而
上
學
を
そ
の
主
槻
面
と
客
観
爾
と
か
ら
そ
れ
ぞ

　
　
れ
捉
へ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
経
験
の
形
而
上
學
、
從
っ
て
自
然
の
形
而
上
學
は
、
輩
に
感
性
論
と
分
析
論
と
に
よ
っ
て
基
礎

　
　
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
實
に
そ
れ
は
感
姓
論
、
分
析
論
、
緋
弊
誌
の
三
部
門
が
相
結
ん
で
、
帥
ち
純
緯
理
性
批
判
の
全
過
程
を
通

　
　
じ
て
、
初
め
て
そ
の
可
能
根
上
が
輿
へ
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
純
糠
理
性
の
一
般
的
課
題
た
る
「
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
噺
は
．
可
能

　
　
で
あ
る
か
」
な
る
問
ひ
か
ら
生
ず
る
、
か
の
最
後
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
る
問
ひ
「
如
何
に
し
て
學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
で
あ

　
　
る
か
」
は
、
か
く
批
判
の
全
過
程
の
窮
極
に
お
い
て
、
上
來
の
べ
て
來
た
如
き
意
味
に
お
け
る
経
験
の
形
而
上
學
、
從
っ
て
自
然
の
形
而

　
　
上
學
の
可
能
と
し
て
答
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

十
二

　
カ
ン
ト
は
辮
弁
論
に
お
い
て
、
辮
単
玉
假
象
の
批
舗
を
通
し
て
古
き
形
蒔
上
筆
を
粉
碑
す
る
と
共
に
、
そ
の
孚
耳
新
し
き
湛
然
の
形
而

上
學
建
設
の
礎
石
を
打
据
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
の
が
、
我
々
の
解
繹
で
あ
っ
た
。
か
く
解
嫁
し
う
る
所
以
と
し
て
辮
謹
論
に
お
い

て
は
理
念
の
使
用
は
構
成
的
で
は
な
く
、
た
だ
統
鰯
的
に
限
ら
れ
た
が
、
か
か
る
理
念
の
統
制
的
使
用
に
も
と
づ
き
悟
性
規
則
の
膿
系
的

統
一
の
．
珂
能
が
、
從
っ
て
自
然
の
膿
系
的
合
目
的
的
統
一
の
可
能
が
、
根
擦
づ
け
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
か
か
る
解
繹
に
饗
し
て
は
少
く
と
も
次
の
建
つ
の
問
ひ
が
豫
想
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
〕
つ
は
、
辮
至
論
に
お
い
て
そ
の
可
能

が
示
さ
れ
て
み
る
と
解
さ
れ
る
悟
性
認
識
の
膿
系
的
統
一
は
、
原
則
の
分
析
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
み
る
原
則
の
王
系
と
如
何
に
異
な

る
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
ひ
、
二
つ
に
は
自
然
の
髄
系
的
串
目
的
的
統
一
は
本
邸
緋
讃
論
の
問
題
で
は
な
く
、
轟
然
の
特
殊
化
の
原
理
と



し
て
合
瞬
的
性
の
理
念
を
論
ず
る
馬
齢
力
批
判
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
解
決
さ
れ
う
る
問
題
で
は
な
い
か
と
い
ふ
問

ひ
。
こ
こ
に
豫
想
さ
れ
う
る
二
つ
の
、
し
か
も
賢
は
そ
の
根
抵
に
お
い
て
深
く
一
つ
に
む
す
び
合
っ
て
み
る
、
こ
れ
ら
の
間
ひ
は
、
看
過

さ
れ
る
こ
と
な
く
答
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
緋
細
論
（
の
附
録
）
に
お
け
る
、
慮
然
の
禮
系
的
統
一
の
可
能
の
論
議
は
、

分
析
論
に
お
け
る
原
則
の
騰
系
及
び
輔
漸
力
批
判
に
お
け
る
自
然
の
合
霊
的
姓
の
論
議
と
、
如
何
に
異
な
り
、
如
何
に
關
評
す
る
の
で
あ

る
か
。
そ
れ
と
も
辮
謹
聴
に
お
い
て
か
か
る
騰
系
的
統
一
の
可
能
が
論
讃
さ
れ
て
み
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
或
い
は
そ
の
本
來
の
場
所
を

見
誤
っ
た
誤
れ
る
解
繹
な
の
で
あ
ら
う
か
。

　
原
…
則
の
分
析
論
に
お
い
て
は
、
　
た
し
か
に
「
純
粋
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
原
罪
の
騰
系
」
Q
Q
暢
零
B
巴
冴
層
Q
鐸
宝
勢
鋒
N
o
窪
霧
器
写
。
瓢

く
窪
。
。
¢
μ
伽
。
ω
（
騨
一
。
。
¶
）
が
論
究
さ
れ
て
る
る
。
概
念
の
分
析
論
に
お
い
て
、
概
念
に
よ
る
思
惟
は
、
そ
れ
に
封
慮
す
る
搬
出
の
甘
藷
の

存
す
る
限
り
に
お
い
て
封
象
の
認
識
を
、
從
っ
て
経
験
を
、
可
能
な
ら
し
め
る
瞬
以
が
明
か
に
さ
れ
た
。
聯
繋
の
演
繹
が
経
験
一
般
を
．
可

能
な
ら
し
め
た
。
こ
れ
に
渋
し
原
則
の
分
析
論
は
圓
式
論
と
原
鵬
論
と
に
分
れ
、
前
者
に
お
い
て
純
粋
知
挫
的
な
範
疇
が
、
本
來
感
性
的

な
る
愚
挙
を
包
撮
す
る
場
合
の
媒
膿
と
し
て
の
第
三
者
と
し
て
、
麟
式
が
論
じ
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
、
範
瞬
が
か
か
る
圏
式
を
介
し

て
現
象
に
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
先
天
的
判
断
、
部
ち
原
園
の
膿
系
が
論
じ
ら
れ
て
み
る
。

か
か
る
原
剛
の
膿
系
と
し
て
、
　
一
、
薩
擬
の
公
理
　
二
、
知
畳
の
豫
料
　
三
、
経
験
の
類
推
　
翅
、
経
輪
的
思
惟
一
般
の
公
準
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
て

る
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
立
、
側
へ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
直
観
の
公
理
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
て
み
る
の
で
は
な
く

フ
｝
れ
ら
の
原
購
の
、
可
能
性
が
基
づ
く
と
こ
ろ
の
純
輝
悟
牲
の
原
則
」
（
ゆ
．
ゆ
O
口
）
の
澄
明
が
問
題
に
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
人
は
カ
ン
ト
が
〉
臥
。
ヨ
。

鳥
。
場
》
奮
6
7
翌
厳
日
σ
q
と
標
題
を
掲
げ
た
後
す
ぐ
つ
づ
い
て
b
蕊
℃
ミ
ミ
曽
さ
誘
ミ
曾
蕊
一
・
・
嘗
…
…
と
し
て
≧
δ
≧
岳
畠
簿
麟
煽
類
α
q
o
路
。
・
ぎ
傷
。
艮
。
諺
寒
o

O
＆
給
。
β
な
る
原
則
を
評
し
て
み
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
轍
は
他
の
三
つ
の
原
則
に
つ
い
て
も
豆
蔦
で
あ
る
。

6e7

そ
れ
で
は
原
則
の
分
析
論
に
お
い
て
「
純
梓
悟
性
の
原
馴
の
膿
系
」
と
稔
さ
れ
る
も
の
と
、
我
々
が
上
來
緋
鯉
論
に
お
い
て
そ
の
可
能

　
　
　
學
と
し
て
の
形
葡
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

08

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

6
　
が
演
繹
さ
れ
て
る
る
と
主
張
し
た
悟
性
認
識
の
騰
系
的
統
一
と
は
如
何
に
異
な
り
、
如
何
に
關
熱
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
こ
の
黙
を
考
察
す
る
た
め
に
は
概
念
の
分
析
論
に
お
い
て
既
に
経
験
一
般
の
可
能
が
讃
明
せ
ら
れ
た
の
に
拘
は
ら
ず
、
何
故
に
更
に
原

　
　
則
の
分
析
論
が
設
け
ら
れ
、
純
粋
悟
性
の
圏
心
性
や
原
則
が
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
顧
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
前
者
に
お
い

　
　
て
は
た
し
か
に
経
験
舶
般
の
可
能
が
誰
明
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
範
躊
の
演
繹
を
通
し
て
経
験
の
可
能
が
権
利
づ
け
ら
れ
た
に
止
ま
り
、

　
　
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
経
験
の
可
能
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
み
な
い
。
原
則
の
分
析
論
と
は
、
概
念
の
分
析
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

　
　
に
お
い
て
翠
に
そ
の
権
利
を
演
繹
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
範
疇
が
如
何
に
し
て
現
象
一
般
に
適
翔
さ
れ
う
る
か
（
¢
回
誠
）
を
、
從
っ
て
輩
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
経
験
の
可
能
と
い
ふ
よ
り
も
経
験
の
實
現
を
数
へ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
悟
姓
認
識
に
關
す
る
問
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
　
り
つ
つ
、
悟
性
自
身
と
い
ふ
よ
り
も
悟
性
使
用
に
つ
い
て
の
判
噺
力
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
原
則
の
分
析
論
が
カ
ン
ト
に
よ
り
「
判
断
力

　
　
の
超
越
論
的
理
設
」
　
偶
窪
嘗
9
蕊
N
o
5
α
o
制
海
9
U
o
o
8
瓜
ご
比
興
O
溝
。
募
犀
鎚
門
轡
（
ゆ
欄
　
一
転
①
●
　
一
◎
Q
幻
。
　
悼
り
劇
’
）
と
稻
さ
れ
て
る
る
こ
と
が
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
み
る
で
あ
ら
う
。
帥
ち
純
粋
悟
性
概
念
の
客
二
心
當
的
な
使
鮒
の
規
準
を
判
断
力
に
示
さ
ん
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
が
原
生
の
分
析
論
の
捲
へ
る
使
命
な
の
で
あ
る
。
「
原
則
の
分
析
論
は
そ
れ
故
全
く
判
断
力
に
封
ず
る
規
準
。
撃
滅
餌
8
コ
旨
占
象
。

　
　
d
門
8
一
尻
ξ
9
謹
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
規
準
は
先
天
的
規
則
に
封
ず
る
霜
崩
を
含
む
悟
性
概
念
を
如
何
に
現
象
に
適
用
き
≦
窪
伽
。
誘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
べ
き
か
を
制
三
富
に
教
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
慮
の
故
に
私
は
悟
性
本
來
の
原
則
を
テ
ー
マ
と
す
る
に
あ
た
り
、
朝
憲
力
の
理
説

　
　
U
o
g
o
風
づ
窪
窪
d
講
究
。
・
犀
類
h
轡
と
い
ふ
名
霧
を
潮
ひ
よ
う
と
思
ふ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
仕
事
が
よ
り
精
密
に
示
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」

　
　
（
ゆ
．
一
コ
）
從
っ
て
原
則
の
分
析
論
に
お
け
る
矧
昌
々
の
問
題
も
原
矧
の
膿
系
の
隠
題
も
、
す
べ
て
刹
断
力
の
問
題
、
師
ち
範
疇
を
現
象
へ

　
　
適
用
す
る
際
の
判
断
力
の
問
題
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
て
み
る
こ
と
が
ま
つ
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
更
に
云
へ
ば
離
調
の
表
が
、
　
「
範

　
　
疇
の
順
序
に
從
ひ
、
且
つ
範
疇
と
蓮
絡
さ
せ
て
」
（
じ
⇔
’
一
。
。
一
）
の
べ
ら
れ
て
る
る
の
も
、
原
則
の
表
が
範
疇
の
表
よ
り
導
き
出
さ
れ
て
み
る

　
　
の
も
、
圖
式
や
原
則
が
範
瞬
の
正
當
な
使
用
の
規
準
と
い
ふ
役
目
を
負
は
さ
れ
て
み
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
「
範
疇
の
表
象
①
8
弩
色

　
　
仙
窪
囚
磐
o
G
q
o
ユ
。
は
、
原
則
の
表
象
。
円
陰
陽
α
窪
O
讐
β
曾
舞
N
o
に
封
ず
る
全
く
官
界
な
指
示
を
我
々
に
輿
へ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
後



　
　
者
は
前
者
を
玉
傷
的
に
使
用
す
る
規
剛
に
外
な
ら
な
い
か
ら
」
（
ゆ
．
8
0
）
と
。
た
だ
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
原
躍
の
分
析
論

　
　
に
お
い
て
上
述
の
如
く
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
、
そ
れ
に
よ
る
経
験
の
實
現
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
み
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

　
　
で
適
用
、
な
い
し
審
ハ
現
の
可
能
曝
露
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
…
貰
的
な
個
々
の
玉
傷
又
は
玉
藻
的
な
経
験
法
則
と
は
む
し
ろ
直
接
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
り
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
経
験
の
形
式
に
か
か
は
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
丁
寧
論
に
お
い
て
そ
の
可
能
が
純
麗
づ
け
ら
れ
て
る
る
と
解
さ
れ
る
悟
性
認
識
の
髄
系
的
統
一
と
い
ふ
こ
と
は
、
お
よ
そ
範

　
　
疇
の
現
象
へ
の
適
用
と
い
ふ
場
爾
に
生
ず
る
問
題
な
の
で
あ
ら
う
か
。
又
そ
れ
は
判
噺
力
の
超
越
論
的
理
設
の
問
題
で
あ
ら
う
か
。
答
へ

　
　
は
共
に
否
で
あ
る
。
幽
翠
論
に
お
け
る
悟
性
認
識
の
麗
系
的
統
一
の
問
題
は
、
決
し
て
範
疇
の
現
象
へ
の
慰
謝
と
い
ふ
場
薗
で
は
な
く
、

　
　
む
し
ろ
理
念
の
範
疇
へ
の
蓮
絹
、
よ
か
適
切
に
は
理
念
の
経
験
的
悟
性
規
則
へ
の
適
用
と
い
ふ
場
面
に
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
な
ん
と
な

　
　
れ
ば
そ
れ
は
特
殊
な
悟
性
認
識
へ
の
理
念
の
統
制
的
使
用
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
。
印
ち
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
個
々
具
劇
的
な

　
　
悟
性
規
購
が
、
蕪
秩
序
な
集
合
で
は
な
く
、
　
一
つ
の
騰
系
的
統
一
を
な
し
て
み
る
こ
と
を
統
灘
的
原
理
に
も
と
づ
い
て
根
擬
づ
け
る
も
の

　
　
と
し
て
、
箪
に
繧
験
の
形
式
に
で
は
な
く
、
経
験
の
内
容
に
一
も
と
よ
り
、
構
式
的
に
で
は
な
く
、
從
っ
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
一

　
　
か
か
は
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
恩
多
力
を
介
し
て
の
悟
性
と
感
性
の
問
題
で
は
な
く
、
悟
性
を
介
し
て
の
理
性
と
感
性
と
の
閥
題

　
　
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
あ
る
箇
所
で
、
理
性
を
「
普
遍
か
ら
特
殊
を
導
き
出
す
能
力
」
（
¢
⑦
謡
）
で
あ
る
と
し
、
普
遍
が
既
に
そ
れ
自
身
確
實
曽
疹

　
　
餓
。
ぴ
σ
q
o
≦
置
。
。
で
、
輿
へ
ら
れ
て
る
る
場
合
と
、
特
殊
は
確
蟹
で
あ
る
が
普
遍
は
翠
に
問
題
的
勺
δ
戴
o
B
無
尻
。
ぴ
に
想
定
さ
れ
、
理

　
　
念
に
す
ぎ
ぬ
場
合
と
を
覆
与
し
、
第
一
の
場
合
に
お
け
る
黒
鼠
の
使
用
を
理
性
の
確
然
的
使
用
凶
℃
o
離
塁
瓜
。
。
o
げ
興
Ω
o
ぴ
鎚
暮
げ
窪
窪

　
　
く
①
碁
瓢
⇔
津
と
よ
び
、
第
二
の
場
合
の
そ
れ
を
理
性
の
假
設
的
使
用
げ
団
℃
o
跨
簿
置
。
び
窪
O
o
ぴ
鎚
o
o
ぴ
α
艘
く
窪
口
β
⇒
粋
と
名
づ
け
て
ゐ

　
　
る
。
そ
し
て
前
者
が
と
り
も
な
ほ
さ
ず
理
性
の
構
成
的
使
翔
で
あ
り
、
後
者
が
辮
総
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
そ
れ
の
み
を
是
認
し
た
理
性

　
　
の
統
制
的
使
用
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
し
う
る
で
あ
ら
う
。
辮
謹
直
に
お
け
る
特
殊
的
悟
性
認
識
の
膿
血
的
統
一
は
、
理
性
の
確
然

㎜　
　
　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
　
折
置
學
研
究
　
　
第
四
冨
六
・
†
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

10
6
　
的
使
用
に
よ
っ
て
で
は
な
く
假
設
的
使
絹
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
即
ち
既
に
確
實
な
普
遍
的
原
理
の
下
に
特
殊
な
憎

　
　
性
里
国
が
包
滋
さ
れ
一
そ
の
た
め
に
は
判
里
馬
が
必
要
と
さ
れ
る
！
か
く
て
そ
の
膿
系
的
統
一
が
必
然
的
に
鑑
定
さ
れ
る
の
で
は
な

　
　
く
、
普
遍
的
原
理
は
あ
く
ま
で
蓋
然
的
概
念
と
し
て
、
從
っ
て
理
念
と
し
て
根
砥
に
お
か
れ
、
　
「
能
ふ
生
り
特
殊
的
認
識
の
う
ち
へ
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
も
た
ら
し
、
規
則
を
普
遍
姓
に
近
づ
け
る
」
（
導
⇒
・
①
ま
）
こ
と
に
よ
り
可
能
と
さ
れ
る
膿
系
的
統
一
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
こ
で
は
判
断
力

　
　
の
助
力
を
借
り
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
「
理
性
は
本
節
悟
姓
と
、
そ
の
合
騒
的
的
な
る
適
用
N
芝
③
o
軸
索
密
ω
蒔
。
＞
霧
け
。
岡
ご
溢
σ
q
を
封
象

　
　
と
す
る
偏
（
こ
ご
．
①
這
）
と
云
は
れ
る
如
く
理
性
は
直
接
悟
性
を
限
定
一
－
統
制
的
に
一
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
参
し
て
原
則
の
分
析
論

　
　
に
お
け
る
悟
性
の
使
用
は
、
假
設
的
で
な
く
確
然
的
で
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
畿
に
そ
の
灌
利
を
演
繹
せ
ら
れ
た

　
　
確
實
な
普
遍
的
悟
性
原
理
た
る
範
癖
を
、
現
象
の
多
様
に
適
用
し
、
こ
れ
を
纏
験
的
認
識
と
し
て
現
實
的
に
構
成
し
う
る
可
能
を
謹
明
す

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
。
從
っ
て
そ
こ
で
は
普
遍
的
原
理
の
下
に
特
殊
を
包
撮
す
る
た
め
の
軽
断
力
の
協
力
が
燈
非
必
要
と
さ
れ
る
。
原
則
の

　
　
分
析
論
の
欝
頭
に
お
い
て
先
づ
鋼
漸
力
が
論
じ
ら
れ
「
悟
盤
一
般
が
規
則
の
能
力
と
し
て
論
明
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
判
断
力
は
規
則
の
下

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
包
搦
す
る
。
。
鴬
げ
。
・
鐸
諺
マ
Φ
b
能
力
、
郎
ち
あ
る
も
の
が
既
に
與
へ
ら
れ
た
規
則
の
下
に
属
す
か
否
か
を
緋
慨
す
る
能
力
で
あ
る
」
（
ゆ
●
一
認
）

　
　
と
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
ら
う
。
純
粋
悟
性
概
念
た
る
範
疇
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
甥
噺
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
内

　
　
容
を
捨
象
し
、
輩
に
思
惟
の
形
式
一
般
を
論
ず
る
形
式
論
理
學
は
、
何
ら
轄
断
力
に
議
す
る
規
定
を
ふ
く
ま
な
い
（
じ
⇒
．
一
ご
）
が
、
超
越
論

　
　
的
論
理
學
に
と
っ
て
は
「
純
粋
悟
性
の
使
網
に
お
け
る
樋
里
力
を
一
定
の
規
則
に
撃
っ
て
是
正
し
保
擁
す
る
」
（
甲
一
謡
）
こ
と
は
、
そ
れ

　
　
の
特
蒋
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
原
則
の
分
析
論
が
正
に
そ
の
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
こ
で
は
内
容
的
な
謝
象
論
理
の
ア
プ
リ
オ
リ
な

　
　
形
式
面
が
問
題
に
さ
れ
て
み
る
け
れ
ど
も
。
し
か
る
に
辮
墨
形
に
お
い
て
是
認
せ
ら
れ
た
理
憔
の
唯
一
の
使
用
た
る
統
制
的
使
用
は
、
直

　
　
玉
津
象
を
限
定
し
て
認
識
の
内
容
を
構
成
す
る
こ
と
な
き
理
姓
使
用
と
し
て
一
し
か
し
特
殊
な
離
層
的
悟
性
認
識
を
統
剃
す
る
と
い
ふ

　
　
意
味
で
は
間
接
に
内
容
に
か
か
は
る
の
で
あ
る
が
一
そ
こ
に
は
判
断
力
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
原
則
の
分
析
論
に
お
い
て
は
、
悟
性
の
使
用
は
確
然
的
で
あ
り
、
從
っ
て
悟
性
を
基
礎
と
し
て
刹
魅
力
が
援
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
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ぬ
に
畏
し
、
辮
讃
論
に
お
い
て
は
、
理
性
の
使
用
は
假
読
響
で
あ
り
、
從
っ
て
悟
性
に
印
し
つ
つ
理
性
が
統
制
的
に
用
ひ
ら
れ
、
爾
者
の

か
か
は
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
、
自
然
の
認
識
、
邸
ち
経
瞼
そ
の
も
の
、
の
超
越
論
的
把
握
と
い

ふ
鮎
に
賞
し
て
は
如
何
に
異
る
の
で
あ
る
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
瀦
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
叢
も
重
要
で
あ
ら
う
。
原
則
の
分
析
論
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
る
「
純
粋
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
原
則
の
膿
系
」
は
、
刺
噺
力
が
、
あ
ら
ゆ
る
綜
合
的
判
断
の
最
高
原
則
一
「
い
か
な
る
封
象

も
可
能
的
繧
験
に
お
け
る
直
観
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
の
必
然
的
制
約
の
下
に
立
つ
」
（
b
ご
●
ε
圃
Y
一
に
基
づ
い
て
戦
闘
す
る
原
則
の
騰

系
と
し
て
、
あ
く
ま
で
純
紳
悟
性
を
源
泉
と
す
る
原
則
の
膿
系
で
あ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
の
い
は
ゆ
る
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
饒
理
に
先
行
し
、

そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
超
越
論
的
合
理
象
⑰
甘
き
。
。
N
窪
脅
⇔
寅
一
。
芝
9
貯
ぴ
魚
轡
」
（
銅
一
。
。
u
）
で
あ
る
。
原
則
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
が
、
必

然
的
に
從
厨
す
る
高
次
の
制
約
で
あ
り
、
規
則
を
介
し
て
現
象
の
特
殊
な
場
合
に
適
燭
さ
れ
る
超
越
論
的
貢
挙
と
し
て
、
原
理
の
騰
系
は

あ
く
ま
で
も
可
能
的
経
験
一
般
の
悪
落
に
成
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
私
が
原
則
に
名
を
與
へ
る
の
は
、
そ
の
内
容
九
つ
げ
鉱
け
の

た
め
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
適
用
》
嵩
宅
窪
ユ
瓢
影
σ
q
に
關
し
て
で
あ
る
臨
（
φ
㈹
8
）
と
云
ひ
、
且
つ
原
則
の
騰
系
が
範
購
の
表
を
手
引
き

と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
み
る
こ
と
を
思
へ
ば
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
原
則
の
膿
系
と
は
経
験
一
般
の
地
黒
に
製
し
つ
つ
、
範
癬
の
適
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
っ
て
自
然
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
、
経
験
一
般
に
お
け
る
悟
盤
的
統
一
に
外
な
ら
な
い
。
否
よ
り
端
的
に
は
、
原
則
の
艦
系
と
は
、

か
の
超
越
論
的
農
理
の
騰
系
と
し
て
、
超
越
論
的
潰
理
の
可
能
を
、
從
っ
て
経
験
的
眞
堰
の
可
能
を
、
そ
れ
懲
膿
謹
明
せ
る
も
の
と
し
て

正
に
経
験
一
般
に
お
け
る
悟
性
的
統
一
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
辮
謹
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
み
る
悟
性
認
識
の
膿
系
的
統
一
は
、
　
一
個
の
原
理
に
よ
っ
て
特
殊
な
概
桃
認
識
を
能
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

掌
り
細
砂
的
に
聯
關
せ
し
め
最
大
の
統
一
を
要
講
ず
る
理
性
的
統
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
理
性
の
使
用
は
経
験
界
に
む
け
ら
れ
て
る
る
が

確
然
的
で
な
く
假
設
的
で
あ
る
が
故
に
、
経
験
的
認
識
の
内
容
を
構
成
せ
ず
、
む
し
ろ
理
念
を
統
制
原
理
と
し
て
、
経
験
的
認
識
の
合
欝

的
的
統
一
を
根
擦
づ
け
る
。
そ
れ
は
軽
質
一
般
の
忌
事
に
お
け
る
統
一
で
は
な
く
、
さ
き
に
我
々
が
維
瞼
の
建
築
術
》
弓
。
臨
器
簿
。
⇒
鱒
と

よ
ん
だ
如
く
、
最
高
度
と
い
ふ
理
念
を
圏
式
と
し
て
、
経
験
的
悟
性
規
則
を
能
ふ
限
り
普
遍
的
な
統
一
原
理
へ
接
近
せ
し
め
る
の
で
あ

　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
桁
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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哲
二
君
究
　
　
箪
叩
四
誓
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

る
。
從
っ
て
そ
れ
は
原
則
の
分
析
論
に
お
け
る
如
く
軍
に
形
式
的
な
る
可
能
的
繧
験
の
統
一
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
根
抵
と
し
つ

つ
課
題
と
し
て
で
あ
れ
、
理
念
に
よ
り
統
制
せ
ら
れ
た
、
あ
る
意
味
で
は
内
容
に
か
か
は
る
可
能
的
経
験
の
合
匿
的
的
統
一
な
の
で
あ
る
。

「
理
性
統
一
は
可
能
的
経
験
の
統
一
で
は
な
い
。
む
し
ろ
．
司
能
的
維
験
の
統
一
た
る
悟
性
統
一
と
は
本
質
的
に
異
る
の
で
あ
る
」
（
じ
⇔
’
も
。
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

原
信
の
謄
系
が
、
自
然
の
超
越
論
的
葉
理
の
膿
系
と
し
て
純
糠
自
然
科
學
の
可
能
を
根
擦
づ
け
る
の
に
碧
し
、
理
念
に
よ
る
悟
性
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

堪
忍
的
統
一
は
経
鐡
の
建
築
術
の
超
越
論
的
根
擦
を
示
も
の
と
し
て
自
然
の
形
而
上
學
の
可
能
を
根
隷
づ
け
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ

て
原
則
の
分
析
論
に
お
け
る
純
粋
悟
性
の
原
則
の
騰
系
と
、
辮
謹
論
の
附
録
に
お
け
る
悟
性
認
識
の
騰
系
的
統
一
と
が
、
如
何
に
關
聯
し

如
何
に
相
慣
す
る
か
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
も
し
後
者
に
お
け
る
膿
系
的
統
一
が
、
今
の
べ
た
如
く
経
験
の
、
從

っ
て
自
然
の
合
図
的
的
統
一
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
鋼
断
力
批
甥
に
お
け
る
自
然
の
合
間
的
的
統
一
と
如
何
に
異
な
る
の

で
あ
る
か
。

十
三

　
カ
ン
ト
は
辮
…
評
論
の
附
録
の
中
で
、
純
粋
理
性
の
一
二
つ
の
統
制
的
理
念
を
発
明
し
た
後
、
　
「
專
ら
理
性
概
念
の
み
に
基
づ
く
最
高
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

式
的
統
一
は
、
諸
物
の
合
目
的
的
統
一
岳
o
N
宅
。
白
磁
舘
ω
蒔
。
団
貯
げ
⑦
犀
9
霧
U
ぎ
σ
q
o
で
あ
る
。
理
挫
の
思
黒
磯
關
心
は
、
世
界
に
お
け

る
一
切
の
秩
序
を
も
つ
て
、
あ
た
か
も
最
高
理
性
の
意
圃
か
ら
由
即
す
る
か
の
如
く
、
看
徹
す
る
こ
と
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
。
印
ち
か

か
る
原
理
は
、
経
験
の
領
域
に
適
用
せ
ら
れ
た
我
々
の
理
性
に
封
し
て
、
全
く
新
し
い
展
望
、
撃
ち
蔭
的
論
的
法
則
8
一
8
一
〇
σ
q
尉
畠
o

O
o
。
・
①
部
。
⇔
に
賜
っ
て
世
界
の
諸
物
を
連
絡
し
、
か
く
て
そ
れ
の
最
大
の
髄
系
的
統
一
へ
蓬
す
る
と
い
ふ
展
望
、
を
ひ
ら
く
」
（
切
●
ご
忠
窃
）

と
語
っ
て
み
る
。
又
カ
ン
ト
が
膣
系
的
統
一
性
の
原
理
象
。
勺
嵩
β
鳥
鳳
。
⇒
鳥
窪
。
・
誘
け
。
ヨ
露
点
。
げ
窪
国
ぎ
ぴ
。
翻
と
し
て
あ
げ
て
み
る
、
　
一

致
性
の
原
理
（
原
理
は
理
由
な
く
し
て
多
数
に
し
て
は
な
ら
ぬ
）
（
じ
⇔
．
①
。
。
Φ
）
、
特
殊
化
の
原
理
（
多
様
は
理
由
な
く
し
て
減
じ
ら
れ
て
は

な
ら
ぬ
）
（
b
⇔
．
①
。
。
膳
）
、
連
弾
性
の
原
理
（
形
式
の
間
に
は
連
土
性
が
存
立
す
る
）
（
¢
①
c
。
刈
）
の
三
原
理
は
、
嘱
断
力
の
諸
勢
牽
ζ
簿
恩
讐
。
鄭



　
　
位
自
d
講
。
濠
ぎ
鉱
㎡
（
穴
●
鳥
●
d
し
堕
鼠
。
ぎ
笥
σ
q
伽
’
＜
・
ω
．
×
図
図
）
と
し
て
第
三
批
判
で
語
ら
れ
て
み
る
も
の
と
決
し
て
別
の
も
の
で
は
な

　
　
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
は
辮
経
論
に
お
い
て
語
ら
れ
て
み
る
自
然
の
合
目
的
的
統
一
と
判
断
力
批
判
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
み
る
そ
れ
と

　
　
は
全
く
重
複
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
爾
者
が
異
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
如
侮
に
異
る
の
で
あ
ら
う
か
。
か
か
る
疑
問
に
答
へ
ん
が

　
　
た
め
に
は
、
こ
こ
に
簡
羅
で
あ
る
に
せ
よ
、
認
認
能
力
と
し
て
の
判
学
力
の
性
格
と
機
能
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
判
断
力
は
精
神
の
能
力
く
窪
ヨ
α
σ
q
窪
α
。
ω
Q
o
ヨ
葺
。
・
の
一
種
と
し
て
の
快
不
快
の
感
情
一
そ
れ
は
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
の
中

　
　
間
に
位
す
る
…
に
封
慮
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
薦
も
一
種
の
認
識
能
力
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
印
ち
判
漸
力
は
悟
性
と
理
性

　
　
の
中
間
に
座
を
し
め
る
一
種
の
高
次
の
認
識
能
力
で
あ
り
、
從
っ
て
他
の
二
者
と
岡
様
に
固
有
の
先
天
的
原
理
を
有
す
る
。
そ
れ
が
合
目

　
　
的
性
の
原
理
伽
舘
℃
誌
自
首
島
窪
N
乏
①
o
犀
叢
薄
。
・
一
σ
q
犀
。
答
で
あ
り
、
こ
の
先
天
的
な
る
原
理
の
客
観
要
當
性
を
演
繹
す
る
の
が
批
判
の
一

　
　
部
門
と
し
て
の
判
噺
力
批
判
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は
改
め
て
云
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
し
か
に
刹
断
力
は
一
種
の
認
識
能
力
と
し
て
、
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
樵
や
理
性
と
同
檬
、
そ
れ
慮
身
に
濁
自
な
る
先
天
的
原
理
を
有
す
る
。
し
か
し
判
断
力
は
悟
牲
や
理
性
の
如
く
そ
れ
自
身
の
固
有
の
立
法

　
　
を
有
し
な
い
。
從
っ
て
先
天
的
概
念
が
そ
れ
に
暑
し
立
法
的
で
あ
る
如
き
領
域
Q
o
ぼ
9
を
有
し
な
い
。
「
鋼
断
力
に
つ
い
て
は
、
た
と
へ

　
　
そ
れ
が
自
己
固
有
の
立
法
を
も
た
な
い
と
し
て
も
、
な
お
悟
性
や
理
性
と
岡
部
に
、
事
態
が
そ
れ
に
よ
っ
て
求
め
ら
る
べ
き
固
有
の
原
理

　
　
を
ば
一
そ
れ
は
軍
に
主
槻
的
な
先
天
的
原
理
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
i
・
含
ん
で
み
る
に
相
違
な
い
と
、
我
々
は
類
推
に
よ
っ
て
推

　
　
測
す
べ
き
理
由
を
も
つ
て
み
る
」
（
凶
び
同
語
伽
．
臼
ω
。
麟
酋
）
悟
性
は
自
然
に
黒
し
て
立
法
的
で
あ
り
、
理
牲
は
ま
た
自
由
の
立
法
原
理
で
あ

　
　
る
。
人
間
の
認
識
能
力
は
自
然
概
念
の
領
域
た
る
感
姓
界
と
、
自
由
概
念
の
領
域
た
る
叡
知
界
と
の
二
つ
の
領
域
を
、
そ
し
て
こ
の
二
つ

　
　
の
領
域
の
み
を
も
つ
。
そ
れ
に
從
っ
て
哲
畢
も
ま
た
理
論
的
哲
學
と
實
践
的
哲
學
と
に
慨
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
爾
者
が
立
法
的

　
　
で
あ
る
の
は
共
に
繧
験
と
い
ふ
問
一
地
盤
を
は
な
れ
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
我
々
の
全
認
識
能
力
は
二
つ
の
領
域
、
部
ち
臨
然
概
念
の

　
　
領
域
と
、
自
由
概
念
の
領
域
と
を
有
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
そ
れ
が
先
天
的
に
立
法
的
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
爾
概
念
に
よ
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。
哲
學
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
理
論
脱
型
と
實
賢
哲
學
と
に
斑
別
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
領
域
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
立
法
が

鵬　
　
　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
照
百
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
颯

14
6
　
行
は
れ
る
地
域
は
、
一
切
の
可
能
的
経
験
の
短
篇
の
纏
騰
に
外
な
ら
な
い
」
（
睡
ぴ
凶
伽
伽
H
び
ω
．
図
U
＜
四
）
哲
學
が
自
然
哲
學
た
る
理
論
的
哲
學
と
、

　
　
道
徳
鬼
窟
た
る
實
騰
的
哲
學
と
の
二
大
部
門
に
分
た
れ
る
と
い
ふ
の
は
、
批
判
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
固
く
儒
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
し
か
る
に
腰
細
力
の
諸
概
念
は
、
合
法
的
に
生
み
出
さ
れ
は
す
る
が
、
立
法
的
機
能
を
有
し
て
み
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
判
断
力
は
「
特

　
　
殊
を
普
遍
の
下
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
能
力
」
（
…
ぴ
蕊
頓
凄
》
も
り
．
×
瞬
く
）
　
で
あ
り
、
從
っ
て
、
そ
れ
に
本
來
的
に
封
回
す

　
　
る
封
象
領
域
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
輔
偉
力
の
原
理
は
純
粋
知
事
の
膿
系
、
邸
ち
形
而
上
學
竃
①
鏡
℃
げ
務
涛
に
關
し

　
　
て
は
、
崩
然
の
形
而
上
學
と
道
徳
の
形
而
上
學
と
に
並
ぶ
一
部
門
と
し
て
別
個
の
形
而
上
學
を
基
礎
づ
け
は
し
な
い
が
、
そ
れ
に
固
有
な

　
　
る
先
天
的
原
理
を
有
す
る
が
故
に
、
批
鋼
猟
四
三
犀
の
一
部
門
と
し
て
は
是
非
取
扱
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
純
梓
理
性
の
批
判
、

　
　
即
ち
我
々
が
先
天
的
原
理
に
從
っ
て
判
過
す
る
能
力
の
批
判
は
、
も
し
そ
れ
が
、
認
識
能
力
と
し
て
そ
れ
自
身
も
か
か
る
原
理
を
要
求
す

　
　
る
判
断
力
を
ば
、
批
判
囚
葺
降
の
一
部
門
と
し
て
特
に
取
扱
は
な
い
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
な
お
完
備
し
な
い
で
あ
ら
う
。
も
っ
と
も
判

　
　
断
力
の
原
理
は
、
純
輝
雄
図
の
艦
系
ω
毬
8
諺
伍
窪
諺
妙
窪
℃
露
δ
。
・
o
℃
匡
。
に
お
い
て
は
、
理
論
的
哲
學
と
實
跳
濡
濡
學
と
の
中
間

　
　
に
、
特
殊
の
一
部
門
を
形
成
繊
來
ず
、
む
し
ろ
必
要
に
恥
じ
て
強
者
の
何
れ
に
も
縫
時
に
附
厨
せ
し
め
う
る
の
で
は
あ
る
が
」
（
数
・
9
d
．

　
　
く
。
瑳
。
号
Q
α
●
≦
）
こ
こ
に
鋼
漸
力
批
判
の
位
置
が
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
綱
断
力
批
判
が
本
來
問
題
と
す
る
の
は
、
限
定
的
判
断
力
象
。
σ
o
。
。
ユ
去
冬
露
鳥
o
d
隣
。
出
。
。
ξ
帥
詮
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断

　
　
富
岳
。
器
臨
窪
銘
窪
。
葺
匹
o
d
箕
の
誇
乱
舞
滞
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
普
遍
が
既
に
輿
え
ら
れ
て
る
て
、
た
だ
特
殊
を
そ
の
下
に
包
撚
せ

　
　
し
め
る
と
こ
ろ
の
限
定
的
甥
断
力
は
、
悟
姓
原
理
に
せ
よ
、
理
性
原
理
に
せ
よ
、
既
に
與
へ
ら
れ
て
る
る
普
遍
に
導
か
れ
る
が
故
に
、
そ

　
　
れ
猫
自
の
原
理
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
る
に
た
だ
特
殊
の
み
が
輿
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
封
し
て
普
遍
的
な
る
も
の
を
見
出
す
べ
き
反
省
的

　
　
判
断
力
は
、
悟
性
な
い
し
は
理
性
の
中
に
磨
ら
の
原
理
を
求
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
他
方
、
特
殊
が
與
へ
ら

　
　
れ
て
る
る
と
は
云
へ
、
経
験
か
ら
そ
の
原
理
を
取
っ
て
逸
る
こ
と
も
出
來
な
い
。
從
っ
て
反
省
的
判
断
力
こ
そ
、
そ
れ
自
身
に
固
有
な
る

　
　
先
天
的
原
理
を
糠
拙
し
演
繹
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
判
断
力
投
春
本
來
の
課
題
は
こ
こ
に
あ
り
、
こ
れ
に
磨
へ
て
自
然
の
合



　
　
蜀
的
性
の
原
理
が
、
カ
ン
ト
に
よ
り
、
反
省
的
刹
噺
男
猫
自
の
先
天
的
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
さ
き
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
カ
ン
ト
は
云
ふ
。
「
鋼
噺
力
の
原
理
は
繧
験
的
諸
法
羅
一
般
の
下
に
お
け
る
自
然
の
諸
物
の
形
式
に
濡
し
て
は
、
そ
の
多
様
性
に
お
け
る
自

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
然
の
合
目
的
性
島
o
N
宅
o
o
搾
讐
舘
甑
σ
q
犀
。
智
偶
①
憎
Z
舞
霞
ぎ
弾
器
同
義
鋤
⇔
臥
σ
q
鍵
三
σ
q
犀
⑦
搾
で
あ
る
」
（
深
脅
〔
野
¢
・
図
…
乱
。
謬
ヨ
σ
q
⑳
固
く
G
o
．
×
×
一
霞
）

　
　
と
。
從
っ
て
こ
の
原
理
は
、
か
の
判
断
力
が
自
己
以
外
の
も
の
か
ら
取
っ
て
き
う
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
自
己
自
身
に
画
し
て

　
　
法
則
と
し
て
輿
へ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
判
断
力
は
直
接
野
糞
に
か
か
は
り
、
こ
れ
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
内

　
　
に
深
く
立
ち
張
り
、
南
ら
の
内
に
自
然
を
、
そ
の
合
霞
的
性
の
形
式
に
お
い
て
映
す
の
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
が
自
然
に
温
し
》
9
0
昌
。
営
δ

　
　
と
し
て
で
は
な
く
、
鵠
＄
纂
。
き
5
器
と
し
て
法
剛
を
指
示
す
る
（
凶
ぴ
鉱
伽
く
。
G
り
．
擁
×
×
＜
図
）
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
。
そ
の
限
り
そ
れ
は
客

　
　
槻
的
原
理
で
は
な
く
、
判
断
力
の
、
先
天
的
で
は
あ
る
が
、
な
ほ
主
槻
的
原
理
、
部
ち
絡
牽
な
の
で
あ
る
。
（
箭
筐
。
㈱
＜
●
G
っ
．
区
×
×
捌
く
）

　
　
　
そ
れ
で
は
判
断
力
批
判
が
、
そ
の
課
題
と
す
る
、
か
か
る
合
笠
菅
性
の
原
理
に
も
と
つ
く
自
然
の
特
殊
的
経
験
的
諸
法
羅
の
合
爵
的
的

　
　
統
一
の
可
能
と
は
本
來
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
ま
た
辮
謹
論
の
附
録
で
設
か
れ
る
自
然
の
騰
系
捻
合
目
的
的
統
一
の

　
　
可
能
と
、
如
何
に
異
な
り
、
如
何
に
關
聾
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
自
然
一
般
の
可
能
は
純
輝
悟
性
が
先
天
的
に
與
へ
る
諸
法
購
に
よ
り
謹

　
　
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
純
粋
理
性
批
判
分
析
論
の
既
に
教
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
の
多
様
な
る
形
式
、
多
様
な
る
特
殊
的
諸
法

　
　
剛
は
、
そ
れ
が
経
験
的
で
あ
る
が
故
に
、
純
粋
悟
性
に
よ
っ
て
は
軍
に
偶
然
的
な
る
も
の
と
み
ら
れ
、
か
く
て
規
定
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て

　
　
み
る
。
し
か
し
「
こ
の
た
め
〔
か
か
る
多
様
牲
が
成
立
つ
た
め
〕
に
は
、
そ
こ
に
ま
た
法
則
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
圃
ぴ
哉
伽
頃
ω
●
×
×
≦
）

　
　
こ
の
種
的
に
異
な
る
特
殊
的
自
然
法
則
を
、
維
験
の
徹
底
的
な
結
合
を
臼
ざ
す
意
圃
に
お
い
て
反
省
し
、
特
殊
に
愛
し
て
普
遍
を
求
め
、

　
　
よ
っ
て
特
殊
相
互
の
間
に
合
目
的
的
な
秩
序
を
可
能
に
す
る
の
が
、
反
省
的
判
断
力
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
の
や
う
な
「
自
然
に
お
け
る
特

　
　
殊
か
ら
普
遍
へ
潮
る
べ
き
任
務
を
も
つ
反
省
的
八
号
力
」
（
閣
強
9
伽
囲
く
O
Q
幽
×
×
＜
ぐ
囲
）
に
よ
り
可
能
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
輩
に
自
然
一
般

　
　
で
は
な
く
、
慮
然
の
合
目
的
的
統
一
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
い
は
ゆ
る
形
式
的
に
み
ら
れ
た
慮
然
窯
讐
¢
鎚
8
舅
き
巴
搾
費
。
。
も
0
2
鱒
㌶
で
は
な

　
　
く
、
内
容
的
に
み
ら
れ
た
自
然
乞
無
ξ
効
竃
霧
。
ユ
巴
諄
窪
招
o
o
¢
鏡
（
際
●
匹
胃
暁
・
く
ゆ
●
囲
①
U
）
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
は
自
ら

砺　
　
　
　
　
　
墨
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

16　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

6
　
の
先
天
的
原
理
に
も
と
づ
い
て
自
然
を
合
睡
的
的
秩
序
に
お
い
て
認
識
し
、
範
疇
の
な
す
が
如
く
、
客
騰
と
の
合
致
に
お
い
て
認
識
を
振

　
　
へ

　
　
廻
す
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
即
ち
判
簸
力
は
、
自
然
に
期
し
て
か
く
立
法
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
つ
い
て
の
反
省
図
o
h
ド
蝕
。
郎

　
　
の
た
め
、
軍
に
自
己
自
身
に
枕
し
て
か
か
る
法
則
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
反
省
的
判
断
力
は
悟
性
と
異
り
、
多
様
な
経
験
的
自

　
　
然
法
則
の
通
園
的
的
統
一
を
問
題
と
す
る
も
の
と
し
て
、
た
し
か
に
内
容
的
に
み
ら
れ
た
自
然
に
か
か
は
る
の
で
あ
る
が
、
悟
性
の
如
く

　
　
白
首
に
封
し
構
成
的
に
立
法
す
る
の
で
は
な
く
、
合
目
的
性
の
原
理
を
統
制
的
に
用
い
て
自
然
を
判
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
に
封

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
そ
の
か
か
は
り
方
は
、
あ
く
ま
で
形
式
的
で
あ
り
、
直
接
に
は
む
し
ろ
百
重
自
身
に
か
か
は
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
自
然
は

　
　
技
巧
と
し
て
、
即
ち
自
然
の
技
巧
8
0
0
げ
溺
陣
似
鍵
窯
9
蜜
門
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
合
目
的
性
を
前
提
す
る
時
に
初
め
て
、

　
　
自
然
の
普
遍
的
法
則
を
定
立
す
る
悟
性
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
、
一
欄
の
自
然
の
秩
序
が
晃
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
悟
性
は
「
…

　
　
…
自
然
の
輿
へ
ら
れ
た
諸
々
の
知
畳
か
ら
一
つ
の
聯
關
あ
る
経
験
を
作
り
出
す
と
云
ふ
課
題
」
（
ま
置
酷
く
G
α
。
図
×
×
曰
く
＼
＜
）
　
を
有
す
る

　
　
も
の
と
し
て
、
自
然
の
か
か
る
秩
序
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
の
秩
序
を
機
労
す
る
こ
と
は
、
悟
性
の
必
然
的
な
露
的
、
即
ち
諸

　
　
原
理
の
統
一
を
自
然
の
中
へ
持
込
も
う
と
い
ふ
冒
的
、
へ
の
意
國
を
も
つ
て
行
は
れ
る
と
こ
ろ
の
悟
性
の
、
一
つ
の
仕
事
で
あ
る
。
從
つ

　
　
て
そ
の
結
果
、
覇
断
力
は
こ
の
商
的
を
自
然
に
封
し
賦
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
贋
性
は
こ
の
鷺
に
關
し
て

　
　
は
、
自
然
に
向
っ
て
侮
ら
の
法
則
を
も
指
定
し
え
な
い
か
ら
」
（
黙
黙
・
伽
く
り
ω
’
×
図
×
艮
）
　
か
く
て
悟
性
が
必
然
に
求
め
て
、
し
か
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
え
な
い
霞
然
の
特
殊
的
諸
法
劉
の
合
目
的
的
統
一
を
、
反
省
の
立
場
よ
り
先
天
的
に
可
能
に
す
る
の
が
判
無
力
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

　
　
で
音
差
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
自
然
の
騰
系
的
統
一
の
可
能
も
、
分
析
論
に
お
け
る
自
然
一
般
の
可
能
と
い
ふ
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
特

　
　
素
的
悟
性
法
則
の
最
大
の
騰
系
的
統
一
の
可
能
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
騰
系
的
統
一
を
客
観
的
實
在
的
な
も
の
と
し

　
　
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
理
念
の
統
制
的
使
用
に
も
と
づ
い
て
課
題
と
し
て
要
請
す
る
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
そ
の
限
り
判
断
力
批
判

　
　
の
問
題
と
辮
謹
論
附
録
に
お
け
る
論
議
は
、
一
晃
甚
だ
類
似
す
る
か
の
如
く
見
え
る
。
果
し
て
論
者
は
如
侮
に
異
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
た
し
か
に
念
者
に
お
い
て
は
、
自
然
一
般
の
可
能
を
演
繹
し
た
、
か
の
悟
性
に
よ
っ
て
は
、
規
定
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
み
る
自
然
の
維



　
　
験
的
諸
法
則
の
、
艦
系
的
統
一
が
一
し
か
も
共
に
そ
れ
ぞ
れ
一
種
の
統
欄
的
晃
地
よ
り
、
先
天
的
に
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
み
る
。
即

　
　
ち
聖
者
と
も
そ
の
先
天
的
原
理
を
自
然
の
根
抵
に
置
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
翠
な
る
機
械
的
物
理
的
關
聯
（
⇒
O
×
信
。
唾
　
⑦
浮
O
什
一
く
郎
Q
α
）
で
は

　
　
な
く
、
そ
れ
を
越
え
た
合
目
的
的
続
落
（
灘
×
霧
h
厨
巴
置
）
（
じ
⇒
曹
凝
伊
＼
9
頃
・
鐸
¢
●
⑳
①
一
．
。
。
』
8
）
を
自
然
に
お
い
て
必
然
的
に
想
定
し
、
か
く

　
　
て
機
械
論
的
立
場
か
ら
で
は
偶
然
に
す
ぎ
ぬ
も
の
の
中
に
、
あ
る
種
の
法
購
性
を
兇
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
辮
謹
論
に
お
け
る
陰
型
霧

　
　
臨
謎
巴
謎
は
あ
く
ま
で
理
性
の
理
論
的
使
用
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
理
論
的
認
識
の
問
題
と
し
て
迫
求
さ
れ
て
る
る
の
に
書
し
、
判
魅
力
批
判

　
　
に
お
け
る
そ
れ
は
、
反
省
的
判
噺
力
に
基
づ
き
、
自
然
に
つ
い
て
反
省
し
判
定
す
る
と
こ
ろ
の
快
不
快
の
感
情
の
問
題
と
し
て
把
捉
さ
れ

　
　
て
る
る
。
從
っ
て
等
し
く
自
然
の
合
躍
的
的
蘭
聯
と
か
、
自
然
の
特
殊
化
、
母
系
化
と
か
云
っ
て
も
、
そ
れ
を
前
者
は
理
性
に
よ
っ
て
推

　
　
論
ω
〇
三
器
。
。
器
ゆ
し
、
後
者
は
判
断
力
に
も
と
づ
い
て
判
定
び
。
煽
酵
。
鵠
o
p
す
る
。
そ
し
て
前
者
が
た
と
へ
超
越
的
な
理
念
を
用
ひ
る
に
せ

　
　
よ
、
あ
く
ま
で
窟
然
概
念
の
領
域
に
終
始
す
る
の
に
卒
し
、
後
者
は
、
本
來
自
然
を
封
象
と
し
つ
つ
自
然
の
根
極
に
却
っ
て
自
歯
の
理
念

　
　
を
み
．
よ
っ
て
自
然
よ
り
自
由
へ
の
遷
移
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
辮
弁
論
に
お
い
て
は
理
念
に
よ
る
、
自
然
の
世
界
よ
り
自
由

　
　
の
蛇
卵
へ
の
高
ま
り
は
、
む
し
ろ
管
絃
を
生
ぜ
し
め
る
道
と
し
て
否
定
さ
れ
、
理
念
を
自
然
の
世
界
に
ふ
り
む
け
て
こ
れ
を
統
制
的
に
の

　
　
み
用
ひ
、
か
く
て
自
然
そ
の
も
の
を
理
念
化
し
傍
系
化
す
る
の
に
封
し
、
判
噺
力
批
判
は
嘗
然
の
世
界
に
叡
知
的
な
自
由
が
實
現
さ
れ
て

　
　
み
る
と
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
膚
然
と
自
・
田
を
媒
介
し
、
自
然
よ
り
自
由
へ
の
道
を
開
く
の
で
あ
る
。
從
っ
て
辮
謹
論
に
お
い
て
自
然
の

　
　
根
砥
に
理
念
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
研
究
は
有
利
に
導
か
れ
、
課
題
と
し
て
で
あ
れ
、
自
然
の
騰
勢
的
統
一
が
．
珂
能
と
せ
ら

　
　
れ
る
の
に
心
し
、
判
噺
力
批
輔
は
い
は
ば
か
か
る
自
然
の
艦
系
的
統
一
を
自
然
の
技
巧
と
判
定
し
、
そ
こ
に
自
然
の
美
を
見
る
の
で
あ

　
　
る
。
一
方
は
あ
く
ま
で
理
牲
推
理
に
も
と
つ
く
経
験
の
自
習
完
結
的
な
膿
系
的
統
一
を
問
題
と
す
る
の
に
野
し
、
他
方
は
冒
的
論
的
判
定

　
　
に
も
と
づ
き
自
然
の
偶
然
の
中
に
法
剛
性
を
晃
出
し
、
か
く
し
自
然
を
技
巧
と
し
て
、
又
藝
術
と
し
て
理
解
せ
ん
と
す
る
。
從
っ
て
等
し

　
　
く
自
然
が
懸
魚
に
合
致
す
る
か
の
如
く
繊
ω
o
σ
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
自
然
の
根
抵
に
嘆
。
匡
。
営
鶏
貯
。
げ
に
㎜
直
か
れ
る
理
念
は
、
緋

　
　
謹
論
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
理
論
的
に
用
い
ら
れ
た
理
念
で
あ
り
、
判
富
力
批
鋼
に
お
い
て
は
自
由
な
る
實
践
的
理
念
で
あ
り
、
か
く
て

η6　
　
　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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18
6
　
後
者
に
お
い
て
は
自
由
概
念
が
自
然
概
念
に
影
響
す
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
　
「
自
由
概
念
は
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
る
巳

　
　
的
を
、
感
畳
世
界
に
お
い
て
蟹
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
晦
然
は
又
そ
の
形
式
の
合
法
則
性
が
、
少
く
と
も
自
由
概
念
に
よ
る
法

　
　
則
に
二
っ
て
そ
の
中
に
費
現
せ
ら
る
べ
き
諸
唱
言
の
〔
審
尋
の
〕
．
轡
能
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
思
推
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
筐
9

　
　
空
三
色
ε
昌
喚
伽
博
．
）

　
　
　
從
っ
て
、
自
然
の
醗
系
的
合
目
的
的
統
一
を
論
ず
る
烈
に
お
い
て
一
見
甚
だ
相
類
似
す
る
緋
謹
論
（
の
附
録
）
と
判
断
力
批
判
と
は
、

　
　
後
者
が
「
第
一
の
哲
學
〔
理
論
哲
學
〕
の
感
性
欝
欝
騰
…
よ
り
、
第
二
の
哲
學
〔
蟹
鑓
哲
學
〕
の
叡
知
的
基
騰
へ
の
、
誉
田
の
原
理
に
よ
つ

　
　
て
こ
の
二
つ
の
部
門
を
結
合
す
る
判
事
力
に
よ
る
、
遷
移
」
（
幽
『
も
り
一
◎
団
一
同
一
〇
診
¢
嵩
σ
Q
●
⑳
　
U
（
ら
り
。
ト
。
憎
“
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
封
し
、
前
者
は

　
　
理
念
の
統
制
的
導
管
に
も
と
つ
く
経
験
の
農
系
的
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
理
論
哲
學
そ
の
も
の
を
完
結
せ
し
め
る
根
擦

　
　
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
前
者
は
そ
の
批
判
的
考
究
を
通
し
て
形
而
上
學
の
、
部
ち
輿
然
の
形
而
上
學
の
可
能
を
基
礎
づ
け
る
も
、

　
　
後
者
は
そ
の
判
断
力
の
批
判
に
も
と
づ
い
て
如
何
な
る
形
而
上
學
に
も
地
盤
を
提
供
す
る
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。

十
四

　
判
断
力
は
限
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
増
力
と
に
分
け
ら
れ
、
磯
馴
力
批
判
は
主
と
し
て
後
者
を
論
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
さ

き
に
我
々
が
ふ
れ
た
純
輝
理
性
批
鋼
の
、
原
則
の
分
析
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
判
噺
力
は
、
前
者
即
ち
隈
定
的
判
断
力
で
あ
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
け
れ
ば
原
則
の
分
析
論
は
、
既
に
演
繹
せ
ら
れ
た
普
遍
的
悟
性
原
理
た
る
範
疇
が
、
耐
量
に
し
て
特
殊
に
適
用
さ

れ
う
る
か
の
問
題
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
悟
性
は
確
然
的
に
使
爾
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
作
用
す
る
判
断
力
は
齪
に
與
へ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

普
遍
の
下
に
特
殊
を
包
逸
す
る
よ
う
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
從
っ
て
そ
こ
で
主
役
を
演
ず
る
も
の
は
あ
く
ま
で
悟
性
で
あ
り
、
純

粋
倍
性
概
念
た
る
範
疇
を
原
理
と
し
つ
つ
そ
れ
に
導
か
れ
て
判
断
力
は
作
用
す
る
。
そ
の
作
図
の
具
現
が
範
購
の
隣
式
化
や
原
則
の
膿
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

化
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
憎
し
鋼
漸
力
聖
書
に
お
い
て
主
役
を
演
ず
る
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
悟
性
で
は
な
く
判
要
望
で
あ
る
。



　
　
絶
っ
て
判
撃
力
は
何
ら
か
他
の
原
理
に
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
猫
自
の
原
理
に
立
脚
し
つ
つ
特
殊
を
包
期
す
る
普
遍
を
見
患
さ
ん

　
　
と
す
る
。
そ
れ
が
合
闘
的
性
の
原
理
に
も
と
づ
き
自
然
を
特
殊
化
せ
ん
と
す
る
判
断
力
と
し
て
、
反
省
的
判
断
力
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
し
か
る
に
辮
謹
論
の
附
録
に
論
じ
ら
れ
て
み
る
自
然
の
膿
系
的
統
一
の
可
能
の
…
問
題
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
の
構
造
全
心
の
上
よ
り
云
へ
ば
、

　
　
い
は
ば
原
則
の
分
析
論
と
判
断
力
批
判
と
の
中
問
の
所
に
位
置
し
、
等
し
く
瞭
然
を
心
象
と
し
つ
つ
、
前
者
（
原
購
の
分
析
論
）
が
悟
盤

　
　
を
原
理
と
し
て
隈
定
的
過
断
力
を
援
用
し
つ
つ
自
然
一
般
の
欝
能
を
現
實
的
に
癖
馬
せ
ん
と
し
、
後
者
（
判
断
力
批
判
）
が
判
断
力
を
；

　
　
…
部
ち
反
省
的
刹
断
力
を
一
原
理
と
し
、
却
っ
て
悟
性
を
援
心
し
つ
つ
自
然
に
つ
い
て
覇
王
的
的
統
一
を
韓
定
せ
ん
と
す
る
の
に
離
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
れ
自
身
は
直
接
鋼
断
力
に
か
か
は
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
理
性
を
原
理
と
し
一
し
か
し
あ
く
ま
で
統
制
的
原
理
と
し
て
で
あ
り
、
從

　
　
つ
て
一
悟
性
法
剛
に
即
し
つ
つ
、
理
念
を
手
引
き
と
し
て
悟
性
法
則
を
導
き
、
か
く
て
臨
然
の
膿
系
的
統
一
を
理
論
的
に
可
能
な
ら
し

　
　
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
認
識
の
理
性
的
統
一
が
．
司
能
と
さ
れ
、
麟
然
の
形
而
上
學
の
可
能
根
無
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
し

　
　
ば
し
ば
語
っ
た
如
く
で
あ
る
。
か
く
て
緋
謹
論
の
附
録
に
論
じ
ら
れ
る
悟
性
認
識
の
騰
系
的
統
一
が
、
原
購
の
分
析
論
及
び
判
断
力
批
綱

　
　
に
お
け
る
論
議
と
如
何
に
異
な
り
如
何
に
關
期
す
る
か
は
、
以
上
の
考
察
に
よ
り
ほ
ぼ
明
か
に
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
辮
謹
論
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
悟
性
認
識
の
完
全
な
統
一
を
團
ざ
す
理
性
の
統
腿
的
使
用
の
膿
系
は
、
理
念
を

　
　
頂
黙
と
な
し
、
そ
れ
へ
の
絶
え
ざ
る
接
近
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
あ
く
ま
で
理
論
的
で
あ
り
つ
つ
、
一
種
の
實
蔑
的
な
性
格
を
帯
び
て

　
　
み
る
。
そ
れ
は
警
ハ
践
理
性
の
、
理
論
の
領
域
に
お
け
る
反
映
で
あ
り
、
本
來
賢
慮
理
性
の
蘭
心
の
樹
象
で
あ
る
も
の
が
、
腿
時
に
理
論
理

　
　
性
の
閣
心
の
樹
象
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
る
る
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
し
か
る
に
古
き
形
蚕
上
面
者
た
ち
は
さ
な
が
ら
鏡
に
映
っ
た
封
象
を
、

　
　
鏡
の
背
後
に
實
在
す
る
か
の
如
く
思
惟
し
、
本
夕
賢
騰
的
で
あ
る
べ
き
理
念
を
推
論
を
も
つ
て
理
論
的
に
把
握
臨
診
る
か
の
如
き
錯
魔
に

　
　
陥
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
理
論
の
使
用
を
き
び
し
く
統
儲
脚
的
に
限
る
こ
と
に
よ
り
、
理
論
理
性
の
鏡
に
映
っ
た
理
念
の
世
界
を
、

　
　
軍
に
悟
性
認
識
を
統
一
す
る
た
め
の
「
理
性
の
圖
式
」
と
し
て
用
ひ
る
に
止
ま
り
、
鏡
の
背
後
に
理
念
の
實
在
を
求
め
ず
、
自
ら
が
裏
返

　
　
つ
て
本
來
理
念
を
め
ざ
す
べ
き
實
朧
の
領
域
へ
と
、
そ
の
批
判
の
罠
歩
を
す
す
め
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
中

鵬　
　
　
　
　
　
學
と
し
て
の
形
葡
上
學
は
可
能
か
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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哲
學
研
究
　
第
四
百
六
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

で
、
世
に
行
は
れ
て
る
る
學
派
的
形
而
上
學
o
Q
o
げ
磐
田
⑦
寅
覧
μ
属
弾
（
等
。
♂
α
q
頓
q
。
．
Q
。
蕊
）
と
批
判
閤
盛
切
犀
と
の
關
係
は
、
丁
度
錬
金
術
に

樹
す
る
化
學
の
關
係
、
占
星
術
に
封
ず
る
天
文
學
の
愚
筆
に
等
し
い
と
云
っ
て
み
る
。
（
響
。
ド
σ
q
●
鉾
な
。
①
①
）
カ
ン
ト
は
批
判
を
通
し
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
下
々
論
を
弄
し
て
、
毒
筆
術
と
し
て
の
形
而
上
學
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
る
に
學
と
し
て
の
形
而
上
學
を
打
ち
立
て
ん
と
し
、
そ
の

可
能
根
継
を
確
定
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
上
來
我
々
が
明
か
に
し
て
來
た
、
理
性
の
構
成
的
使
爾
を
鱗
撫
し
、
そ
れ

に
代
る
言
為
的
使
溺
に
よ
る
悟
盤
認
識
の
騰
系
的
統
一
の
可
能
の
基
礎
づ
け
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
入
間
理
性
の
本
性
か
ら
す
る
形
而
上

　
　
　
　
　
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

的
思
考
の
、
術
〆
ρ
蕊
酔
か
ら
學
芝
認
。
蕊
。
げ
帥
浄
へ
の
韓
換
と
基
礎
づ
け
、
～
そ
れ
が
純
粋
理
性
批
判
緋
謹
論
の
課
題
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

云
へ
よ
う
。
か
く
て
正
に
緋
謹
直
に
お
い
て
、
學
と
し
て
の
形
而
上
學
の
可
能
昏
々
は
示
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
學
と
し
て
の
形
而
上
學
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
叡
知
的
封
象
に
面
し
て
認
識
を
搬
許
す
る
如
き
最
も
す
ぐ
れ
た

意
味
で
の
形
而
上
學
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
形
而
上
學
は
理
性
の
二
成
亡
命
翔
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
辮
座
論
に

お
い
て
是
認
さ
れ
た
理
性
の
統
制
的
使
用
に
よ
っ
て
は
望
み
う
べ
く
も
な
い
。
師
ち
辮
…
謹
論
で
は
、
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
形
而
上
學

的
認
識
、
換
溢
す
れ
ば
理
性
の
構
成
的
使
用
に
も
と
つ
く
先
天
的
綜
合
懸
断
、
の
再
診
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
の
理
論

的
使
用
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
と
し
て
拒
ま
れ
た
。
　
「
信
仰
に
場
を
與
へ
る
た
め
に
知
識
を
止
…
質
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
ふ
の
は

正
に
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
「
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
噺
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
ふ
批
判
の
根
本
問
題
は
、
　
『
純
粋
理
性

批
判
』
に
お
い
て
は
、
総
隈
せ
ら
れ
た
電
極
的
解
決
は
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
積
極
的
な
完
全
な
解
決
は
遽
に
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
云

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
形
而
上
學
的
認
識
の
全
き
可
能
は
、
人
間
理
性
の
求
め
て
や
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
理
性
の
理
論
的

使
用
に
拒
ま
れ
た
、
構
成
的
な
形
而
上
的
認
識
の
可
能
根
擦
を
、
そ
れ
と
は
全
く
性
格
の
異
る
、
理
性
の
主
騰
的
な
實
践
的
使
用
の
中
に

求
め
ん
と
し
た
。
從
っ
て
問
題
は
理
論
理
性
に
で
は
な
く
、
實
践
理
性
に
よ
る
先
天
的
綜
合
判
断
可
能
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か

く
て
批
判
の
問
題
は
實
践
理
性
の
領
域
に
お
い
て
「
如
何
に
し
て
實
践
的
先
天
綜
合
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
問
ひ
直
さ
れ
た
と
考
へ

ら
れ
よ
う
。
で
は
か
か
る
問
ひ
は
實
蔑
理
性
の
領
域
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
立
て
ら
れ
、
且
つ
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う



か
。
．
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
国
蜂
算
と
鼠
。
邸
℃
げ
誘
涛
の
問
題
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
是
非
答
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
り
重
要
な
る
間
ひ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
は
我
々
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
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五
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六
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十
七
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（
完
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八
一



　　L’habitude　es£　le　produit　de　1，activie6　vitale．　Mais　une　fois　contract6e，

el｝e　s’oppose　h　cette　activit6，　et　soiidifie　et　immobilise　le　mouvement

createur　de　la　pens6e．　C，est　par　suite　de　cette　solidification　ou　immobilid

sat’ion　que　Yintelligence　devient　ce　qul　arrete　et　fige　1’activit6　de　la

pens6e・　Pour　6chapper　a　cette　influeRce　n6faste　de　1’habitude　il　faut

revenir　h　1’attentien　et　1’intuition．　Or，　chose　curieuse，　ce　qui　nous　permet

de　d6passer　d6finitivement　une　habitude　p6rim6e，　c’est　une　autre　habitude

antagoniste，　et　ia　iibert6　se　r6vele　souvent　au　seln　de　la　lutte　entre　ies

deux　habitudes　（Cf．　YEvolutioR　cr6atrice，　pp．　1s4－s，　265）．　C’est　la　situation

coRtradlctoire　de　1’habitude．　En　effet　i｝　y　a　du　compromis　et　de　1’anta－

gonisme　eRtre　1’habi£ude　et　la　vie．　Celle－ci　se　d6veloppe　et　h　1a　fois　se

corrompt　par　cel｝e－lh．　Bergson　d6couvre　cette　situation　contradictolre

dans　tous　Ies　domaines　de　Ia　vie，　L／espさce，　qui　pcut　6tre　prise　pour　ce

qui　est　habituei　dans　1’6volution　de　la　vle，　est　le　produit　de　1’6vo｝ution

qui　s／oppose　h　l’6volution．　Le　rire　est　une　habitude　qui　corrige　une　autre

habitude．　QLuant　h　la　soci6t6，　la　morale　closes　et　la　religion　statique，

elles　sont　les　especes　dans　la　vle　humaine　et　ainsi　sont　les　habitudes

sociales．　Pour　les　d6passer，　on　est　n6cessairement　conduit　h　une　autre

forme　d’habit’浮р?．　Mais，　au　fond，　on　doit　se　r6ferer　h　la　spontan6it6

meme　de　la　vle　qu’est　1’61an　vital．

　　L’habitude　se　caract6rise　avant　tout　comme　r6p6tkion　du　pass6，　et　exx

／．ce　sens　elie　est　ia　mat6rialit6　dans　la　vie，　la　mat6rialit6　6tant　ce　qui　se

r6pbte　entferement　a　tout　instant．　Bergson　cherche　ce　qui　ne　se　repete

jamais，　一　ce　serait　la　d6finition　meme　de　ia　libert6　ber．crsonienne．　Le

probieme　de　1’habitttde　1’aide　en　la　recherche．

　　　　　　　　　　　＊豆就飛餐e重一襲数y鐘量ka亘s　W蓋sse鞭sc塩読難m69亙量。灘　三）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Das　letzte　Prob］em　von　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kritik　der　reinen　VernuRft

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Masao　Abe

　　Es　ist　eiRleuchtend　daS　die　Grundfrage　der　Philosoph1e　Kants　“Wie　sind

synthetische　Urteile　a　priori　m6gJich　？”　nicht　nur　nach　der　M6glichkeit
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der　Erkenntnis　Uberhaupt　durch　die　reine　VernuRft　fragt，　sondern　auch

nach　den　m6glichen　Bedingungen　der　metaphysischen　Erkenntnis．　Gew6h－

nlich　glaubt　man　daB　1〈ant　in　der　Aesthetil〈　und　Analytik　die　M6glich－

kelt　der　empirischen　Erl〈enntnis　Uberhaupt　zeigt，　daS　er　aber　durch　die

Kr三t三k　des　tra且sze撮enta歪en　Scheins玉n　der　Dia墨ckt量k　d圭e　Unm691量chkeit

der　metaphysischen　Erkenntnis　durch　die　theoret2sche　Vernunft　aufweist．

　　Im　Gegensatz　zu　dieser　allgemeinen　Auffassung　kommt　der　Autor　der

vorliegeltden　Abhandlung　zu　der　Elnsicht，　daS　Kant　in　der　Dialektilc

einerseits　den　koRstitutiven　Gebrauch　der　1deen　der　reinen　Vernunft　als

die　AnmaBung　der　Vernunft　stren．cr　ablehnt，　andererseits　aber　den　regu－

lativen　Gebrauch　derselben　als　unentbehrlichnotwendig　（K．　d．　r．　V．　B．　672）

zulagt　und　auf　ihm　die　M6glichkeit　eiRer　theoretischen　Metaphysik

begrUndet．

　　In　diesem　Zusammenhang　ist　der　Anhang　zur　Dialel〈til〈　besonders　her－

vorzuheben，　dessen　Wichtigl〈eit　oft　Ubersehen　wird．　Da　ist　die　M6glichkeit

einer　synthetischen　Urteiis　a　priori，　das　auf　dem　regulativen　Gebrauch

der　ldeen　beruht，　nachgewiesen．　Das　Medium，　das　dieses　synthetische

Urteil　erm6glicht，　ist　die　ldee　des　Maximums　der　AbteiluBg　und　der

Vereinigung　der　Verstandeserl〈enntnis　in　einem　Prinzip．　（B．　693）

　　ln　der　Dialektik　ist　Kant　n；cht　bioSer　Zermalmer　der　alten　Metaphysik．

Indem　er　die　ldeen　des　Maximums　als　das　Schema　der　Vernunft　（B．　693）

anwendet，　welst　er　die　M6glichkelt　der　h6chsten，　dem　Verstande　unerrei－

chbaren　Einheit　der　natttrlichen　Erl〈enntnis，　und　in　diesem　MaBe　auch

die　M6glichkeit　der　Metaphysik　der　Natur，　nach．

　：i：　For　the　Japanese　originai　of　this　article，　see　Vol．　XXXIX，　No．　12，　Vol．　XL，　No．　6，　＆

No．　7・

3


